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Φ
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才
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喜
①
日
げ
霞
N
り
”
N
O
O
①
)

 
越
中
に
国
司
と
し
て
赴
任
し
た
大
伴
家
持
は
、
下
僚
尾
張
少
咋
の
浮
気
行
為

を
教
喩
し
た
歌
を
作
っ
て
い
る
。
「
教
喩
史
生
尾
張
少
咋
歌
」
と
題
詞
に
記
さ

れ
た
こ
の
歌
は
、
次
の
「
先
妻
不
待
夫
君
之
喚
使
自
来
堅
作
」
と
続
け
て
、
詠

歌
対
象
が
他
に
類
例
を
見
な
い
特
異
な
歌
で
あ
る
。

し
し
ょ
う
お
は
り
の
お
く
ひ
 
 
 
 
 
さ
と

史
生
尾
張
少
咋
を
教
へ
喩
す
歌
一
首
井
短
歌

し
ち
し
ゅ
つ
れ
い

七
出
稼
に
云
は
く
、

た
だ
し
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
た
や
す

但
、
一
條
を
犯
さ
ば
、
即
ち
出
だ
す
べ
し
。
七
出
な
く
し
て
輌
く

す
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
づ

奔
つ
る
者
は
、
徒
一
年
半
。

さ
ん
ふ
き
ょ

三
不
去
に
云
は
く
、

 
 
 
 
 
 
 
 
す
た
が
じ
ょ
う
た
だ
し

七
出
を
犯
す
と
錐
も
奔
つ
べ
く
あ
ら
ず
。
違
ふ
者
は
杖
一
呑
。
唯

か
ん
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
あ
く
し
ち
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
う

妊
を
犯
し
た
る
と
悪
疾
と
は
奔
つ
る
こ
と
得
。

り
ょ
う
さ
い
れ
い

雨
妻
例
に
云
は
く
、

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ぢ
ょ
か
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
は
な

妻
有
り
て
更
に
上
る
者
は
徒
一
年
。
女
家
は
杖
一
下
に
し
て
離
て
。

 
 
 
の
り
た
ま

詔
書
に
云
は
く
、

ぎ
 
ふ
せ
つ
ぷ
 
 
め
ぐ

義
夫
節
婦
を
慰
み
賜
ふ
。

つ
つ
し
 
 
 
 
か
ん
が
 
 
 
 
 
 
 
 
さ
き
 
 
く
だ
り
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
の
り
 
 
 
 
 
 
 
 
も
と

謹
み
て
案
ふ
る
に
、
先
の
件
の
数
條
は
、
法
を
建
つ
る
基
に
し

 
 
 
 
を
し
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
し
か
 
 
 
 
す
な
は

て
、
道
を
化
ふ
る
源
な
り
。
然
れ
ば
則
ち
、
義
夫
の
道
は
、
情
存

 
 
べ
ち
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
あ
 
 
ふ
る
 
 
 
 
 
 
 
あ
ら
た

し
て
別
無
く
、
一
家
財
を
同
じ
く
す
。
凹
凸
に
濃
き
を
忘
れ
新
し
き

 
う
つ
く
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ゆ
 
ゑ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
つ
づ
 
 
な
 
 
 
 
ふ
る

を
愛
し
ぶ
る
志
あ
ら
め
や
。
所
以
に
敷
行
の
歌
を
綴
り
作
し
、
奮

 
 
す
ま
と
く
 
 
こ
と
ば

き
を
奔
つ
る
惑
ひ
を
悔
い
し
む
。
其
の
詞
に
云
は
く
、

り貴大譲
とく滋

す
く
な
ひ
こ
な

少
彦
名
の

め
 
こ

妻
子
見
れ
ば

か
く
さ
ま
に

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ち
ぢ
は
は

神
代
よ
り
 
言
ひ
継
ぎ
け
ら
く
 
父
母
を
見
れ
ば

か
な
し
く
め
ぐ
し
 
う
つ
せ
み
の
 
世
の
こ
と
わ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
こ
と
だ

言
ひ
け
る
も
の
を
 
世
の
人
の
 
立
つ
る
言
立
て
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あ
さ
よ
ひ

ち
さ
の
花
 
咲
け
る
盛
り
に
 
は
し
き
よ
し
 
そ
の
妻
の
子
と
 
朝
夕
に

笑
み
み
笑
ま
ず
も
 
う
ち
嘆
き
 
語
り
け
ま
く
は
 
と
こ
し
へ
に
 
か
く

し
も
あ
ら
め
や
 
天
地
の
 
神
言
寄
せ
て
 
春
花
の
 
盛
り
も
あ
ら
む
と

待
た
し
け
む
 
時
の
盛
り
ぞ
 
離
れ
居
て
 
嘆
か
す
妹
が
 
い
つ
し
か
も

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
み
な
み
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
は
ふ

使
の
来
む
と
 
待
た
す
ら
む
 
心
寂
し
く
 
南
風
吹
き
 
雪
消
慮
り
て

い
み
つ
か
は
 
 
 

み
な
わ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
さ
ぶ
る

射
水
川
 
流
る
水
沫
の
 
寄
る
辺
な
み
 
左
廻
流
そ
の
子
に
 
紐
の
緒
の

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
な
 
ご

い
つ
が
り
合
ひ
て
 
に
ほ
鳥
の
 
ふ
た
り
並
び
居
 
奈
呉
の
海
の
 
奥
を

深
め
て
 
さ
ど
は
せ
る
 
君
が
心
の
 
す
べ
も
す
べ
な
さ
 
佐
夫
流
と
言
ふ

は
、
遊
行
女
婦
の
字
な
り
 
(
巻
一
八
・
四
一
〇
六
)

 
 
反
歌
三
首

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
た
か
だ
か

あ
を
に
よ
し
奈
良
に
あ
る
妹
が
高
々
に
待
つ
ら
む
心
し
か
に
は
あ
ら
じ
か

(
同
・
四
一
〇
七
)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
み
や
で
し
り
ふ
り

里
人
の
見
る
目
恥
つ
か
し
左
夫
流
子
に
さ
ど
は
す
君
が
宮
出
後
姿

(
同
・
四
一
〇
八
)

く
れ
な
み
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
つ
る
は
み
 
 
 
 
 
 
 
 
 
き
ぬ

紅
は
う
つ
ろ
ふ
も
の
ぞ
橡
の
な
れ
に
し
衣
に
な
ほ
し
か
め
や
も

(
同
・
四
一
〇
九
)

 
題
詞
か
ら
少
咋
の
浮
気
に
対
し
て
教
喩
し
た
と
理
解
さ
れ
る
こ
の
歌
は
従
来

さ
ま
ざ
ま
に
論
じ
ら
れ
て
き
た
が
、
そ
れ
で
も
な
お
薫
習
の
行
動
を
醜
聞
化
し

教
喩
の
対
象
と
し
て
主
題
化
し
た
家
持
の
作
歌
意
図
や
歌
の
性
格
そ
の
も
の
へ

の
疑
問
が
払
拭
し
き
れ
ず
に
残
る
。
そ
れ
ら
の
疑
問
を
さ
ら
に
細
か
く
見
る
な

ら
ば
、
以
下
の
諸
点
に
な
る
。

(
1
)
浮
気
の
社
会
通
念
と
家
持
の
視
点
。

(
2
)
国
司
と
し
て
教
喩
の
意
味
。

(
3
)
家
持
の
個
人
的
な
恋
愛
に
対
す
る
態
度
。

(
4
)
教
喩
歌
と
い
う
こ
と
の
意
味
。

 
(
1
)
か
ら
(
3
)
ま
で
は
鼻
血
事
件
に
対
す
る
疑
問
で
あ
る
。
特
に
(
1
)

は
、
一
夫
多
妻
制
が
原
則
と
し
て
存
在
す
る
当
時
に
あ
っ
て
、
何
故
少
咋
の
行

動
が
「
教
喩
」
の
対
象
と
な
る
の
か
と
い
う
疑
問
で
あ
る
。
(
4
)
は
歌
と
い

う
媒
体
で
こ
の
特
殊
な
事
件
を
見
る
こ
と
へ
の
疑
問
で
あ
る
。
共
同
性
の
高
い

歌
と
い
う
媒
体
で
少
咋
の
個
人
的
醜
聞
を
取
り
上
げ
る
家
持
の
意
図
や
意
味
で

あ
る
。

 
(
2
)
に
つ
い
て
は
、
伊
藤
博
氏
は
『
萬
葉
集
繹
注
九
(
1
9
9
8
・
5
)
』

に
お
い
て
、
『
類
従
三
代
格
』
天
平
十
六
年
十
月
十
四
日
の
勅
『
勅
す
ら
く
、

こ
の
こ
ろ

此
季
、
国
司
多
く
所
部
の
女
子
を
婆
り
て
妻
妾
と
為
す
。
自
今
以
後
、
悉
く
皆

禁
断
せ
し
め
よ
。
国
隔
越
す
と
錐
も
、
韓
ち
婆
る
こ
と
得
ず
』
を
紹
介
さ
れ
、

「
少
昨
の
よ
う
な
事
件
は
、
当
時
よ
く
あ
っ
た
こ
と
で
、
大
ま
か
に
見
ら
れ
て

は
い
た
ら
し
い
。
だ
が
、
禁
令
は
各
国
の
国
守
の
も
と
で
は
生
き
て
お
り
、
越

中
国
守
家
持
も
、
こ
の
禁
令
の
も
と
に
一
群
を
詠
じ
た
も
の
と
覚
し
い
。
」
と

指
摘
さ
れ
て
い
る
。

 
ま
た
(
3
)
と
し
て
は
、
家
持
自
身
は
妻
大
嬢
へ
の
思
慕
が
あ
り
、
本
妻
を

顧
み
な
い
少
昨
の
態
度
は
感
情
的
に
も
許
し
難
い
も
の
が
あ
っ
た
と
い
う
鈴
木

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

武
晴
氏
の
指
摘
が
あ
る
。
ま
た
川
口
常
孝
氏
も
「
良
吏
と
し
て
青
春
か
ら
の
訣

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

別
」
と
い
う
視
点
か
ら
論
じ
ら
れ
て
い
る
。

 
も
ち
ろ
ん
こ
れ
ら
の
論
は
、
家
持
歌
と
い
う
い
わ
ば
作
品
を
通
し
て
、
そ
の

直
接
的
な
動
機
の
一
端
を
探
る
と
い
う
過
程
の
中
で
考
察
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。

素
材
を
作
品
化
す
る
中
で
事
実
を
再
構
成
し
、
歌
と
い
う
作
品
に
仕
上
げ
て
い
っ

た
家
持
の
創
作
過
程
を
考
え
る
と
、
虚
構
と
い
う
考
え
方
が
顕
れ
て
く
る
。
こ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ヨ
 

の
虚
構
と
い
う
考
え
に
先
鞭
を
つ
け
ら
れ
た
の
が
金
井
清
一
氏
で
あ
る
。
そ
れ

以
降
、
当
該
歌
を
論
じ
る
に
あ
た
っ
て
は
、
「
教
喩
」
の
実
効
性
を
疑
い
、
文

学
作
品
と
し
て
の
視
点
か
ら
見
る
の
が
常
識
に
な
っ
て
き
て
い
る
。
針
原
氏
は
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「教喩史生尾張少咋歌」の構想

「
教
喩
」
と
い
う
歌
の
主
題
の
実
効
性
へ
の
疑
問
か
ら
虚
構
性
を
論
じ
ら
れ
、

「
下
す
」
と
い
う
作
歌
意
図
で
は
同
様
の
も
の
が
見
ら
れ
る
「
喩
族
歌
(
巻
2
0
・

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

四
四
六
五
～
七
)
」
と
同
様
の
性
格
を
見
出
し
て
お
ら
れ
る
。

 
最
近
で
は
伊
藤
博
氏
は
「
洋
楽
自
身
も
知
ら
な
い
虚
構
で
あ
っ
て
、
都
へ
の

み
や
げ
歌
」
と
い
う
見
方
(
前
掲
『
万
葉
集
繹
注
九
』
)
と
虚
構
説
を
さ
ら
に

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ら
 

強
め
ら
れ
、
一
方
で
そ
れ
に
反
対
す
る
金
井
清
一
氏
の
再
論
が
提
出
さ
れ
て
お

り
、
序
文
に
あ
る
律
令
条
文
の
「
お
お
げ
さ
」
で
あ
る
と
い
う
評
価
や
少
昨
の

妻
の
厚
岸
と
そ
の
騒
動
の
虚
偽
と
い
っ
た
様
々
な
視
点
か
ら
論
じ
ら
れ
て
き
て

い
る
。

 
尾
張
少
咋
に
ま
つ
わ
る
一
連
の
事
件
の
評
価
や
歌
の
実
効
性
の
検
証
は
、
今

更
水
掛
け
論
に
終
わ
る
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
よ
り
も
重
要
な
こ
と
は
「
虚
構
性
」

の
見
解
の
基
本
と
し
て
家
持
作
品
の
性
格
を
詳
細
に
検
討
す
る
こ
と
で
あ
る
。

山
上
憶
良
の
「
令
鼎
談
情
歌
(
巻
繊
・
八
○
○
)
」
の
態
度
を
模
範
と
し
た
こ

と
は
、
厳
密
に
見
る
と
民
衆
対
象
の
憶
良
と
特
定
の
個
人
の
行
為
を
対
象
と
し

た
家
持
の
態
度
と
は
相
違
は
あ
る
が
、
割
句
な
ど
か
ら
見
て
そ
の
影
響
は
否
定

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

出
来
な
い
。
佐
藤
隆
氏
に
文
学
化
と
い
う
観
点
か
ら
の
指
摘
が
あ
る
が
、
そ
れ

を
踏
ま
え
て
も
「
文
学
作
品
」
に
仕
上
げ
て
い
っ
た
家
持
の
作
歌
態
度
を
更
に

検
討
す
る
必
要
が
あ
ろ
う
。

 
そ
こ
で
本
論
で
は
、
家
持
が
作
品
化
す
る
に
至
る
中
で
、
そ
の
背
景
と
な
る

(
1
)
へ
の
疑
問
に
検
討
を
加
え
、
(
4
)
を
中
心
に
、
こ
の
作
品
内
部
に
あ
る

家
持
の
視
点
を
探
り
、
虚
構
性
の
観
点
と
な
っ
て
い
る
作
品
の
特
徴
を
再
論
し

て
み
た
い
。

二
 
少
咋
の
浮
気
の
意
味

こ
の
歌
を
考
え
て
い
く
上
で
、
尾
張
少
咋
の
妻
妾
問
題
が
一
夫
多
妻
制
の
当

時
に
あ
っ
て
何
故
教
喩
の
対
象
と
な
る
の
か
と
い
う
実
態
が
一
番
の
疑
問
と
な

る
。
こ
れ
に
は
家
持
の
観
点
と
社
会
的
観
点
の
二
通
り
が
考
え
ら
れ
る
が
、
社

会
的
な
妾
の
あ
り
方
に
つ
い
て
、
最
初
に
考
え
て
み
る
。

 
長
歌
の
中
で
家
持
は
左
夫
流
児
を
「
量
る
水
沫
の
 
寄
る
辺
な
み
」
サ
ブ
ル

(
落
ち
着
か
な
い
)
と
序
で
形
容
し
て
い
る
。
単
な
る
序
詞
的
な
修
辞
と
い
う

よ
り
も
、
遊
行
女
婦
へ
の
見
方
を
示
し
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
こ
の
語
は
以
前
に

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

遊
行
女
婦
へ
の
同
情
の
語
で
あ
る
と
考
え
た
こ
と
が
あ
る
が
、
定
住
し
な
い
浮

浪
人
と
し
て
の
蔑
視
の
意
味
が
入
っ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
律
令
官
人
と

し
て
の
家
持
が
、
「
令
反
或
情
歌
(
巻
五
・
八
○
○
)
」
に
示
さ
れ
る
浮
浪
人
に

対
す
る
山
上
憶
良
と
同
じ
観
点
で
あ
る
と
す
る
な
ら
ば
、
定
住
し
な
い
浮
浪
人

は
、
一
方
で
家
持
出
席
の
宴
に
遊
行
愚
婦
が
存
在
し
て
い
な
が
ら
も
、
一
般
良

民
と
は
異
な
っ
た
賎
民
視
を
し
て
い
た
と
考
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

 
そ
し
て
少
憩
と
左
夫
流
児
と
の
婚
姻
関
係
が
社
会
的
認
知
を
受
け
て
い
な
い

形
態
で
あ
る
と
す
る
な
ら
ば
、
都
の
正
妻
に
対
す
る
少
咋
の
態
度
が
、
儒
教
的

な
婚
姻
関
係
と
は
著
し
く
逸
脱
し
た
も
の
と
し
て
家
持
の
目
に
は
写
っ
た
で
あ

ろ
う
。

 
妾
に
つ
い
て
考
え
る
基
本
は
、
当
時
の
根
本
概
念
で
あ
っ
た
儒
教
倫
理
で
あ

ろ
う
。
『
礼
記
』
に
は
、
夫
婦
の
礼
が
記
さ
れ
て
い
る
。
妻
妾
の
関
係
を
明
示

し
て
い
る
も
の
は
な
い
が
、
以
下
の
記
述
が
参
考
に
な
る
。

 
 
れ
い
 
 
ふ
う
ふ
 
 
つ
つ

 
 
禮
は
夫
婦
を
製
し
む
に
始
ま
る
。
(
中
略
)

 
 
 
 
 
 
 
 
た
だ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
へ
だ
て

 
 
夫
婦
の
禮
は
、
唯
七
十
に
及
び
て
、
同
じ
く
標
し
て
間
無
し
。
故
に
妾

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
い
ま
 
 
 
 
 
 
 
み
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ぎ
ょ
 
 
あ
っ
か

 
 
は
老
ゆ
と
錐
も
、
年
未
だ
五
十
に
漏
た
ざ
れ
ば
、
必
ず
五
日
の
御
に
與

 
 
 
 
ま
さ
 
 
ぎ
ょ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
さ
い
 
 
 
 
そ
う
か
ん
 
 
 
 
つ
つ
し

 
 
る
。
將
に
御
せ
ん
と
す
る
に
は
、
齊
し
、
漱
溝
し
、
慎
み
衣
服
し
、

 
 
く
し
け
づ
 
 
 
 
か
み
つ
つ
み
 
 
け
い
 
 
 
そ
う
 
 
 
 
ぼ
う
 
 
は
ら
 
 
 
 
え
い
 
 
む
す
 
 
 
 
く
 
 
 
き

 
 
櫛
り
、
 
縦
、
笄
し
、
角
し
、
毫
を
携
ひ
、
縷
を
衿
び
、
履
に
棊
す
。

 
 
ひ
し
ょ
う
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
お
く

 
 
碑
妾
と
錐
も
、
衣
服
、
飲
食
、
必
ら
ず
長
者
に
後
る
。
妻
在
ら
ざ
れ
ば
、

 
 
せ
ふ
ぎ
ょ
あ
 
ゆ
ふ
べ
あ
 
な

 
 
制
御
、
敢
へ
て
夕
に
着
た
る
聴
し
。
(
内
冠
第
一
二
)
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こ
れ
ら
の
妾
の
行
動
規
定
は
、
正
妻
の
夫
へ
の
礼
が
主
題
で
あ
る
が
、
秩
序

を
持
っ
た
行
動
が
述
べ
ら
れ
て
お
り
、
都
の
正
妻
に
対
す
る
著
し
い
非
礼
を
少

咋
が
行
っ
て
い
る
判
断
基
準
と
も
な
り
う
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。

戸
令
二
七
に
、

 
 
 
 
ま
 
 
 
け
ん
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ま
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
せ

 
 
凡
そ
先
づ
好
し
て
、
後
に
婆
き
て
妻
妾
と
為
ら
ば
、
赦
に
会
ふ
と
難
も
、

 
 
全
し
過
て
。
(
先
に
情
交
し
て
後
に
結
婚
し
て
妻
妾
と
し
た
な
ら
ば
、
好

 
 
摘
み
が
赦
に
会
っ
て
免
ぜ
ら
れ
て
も
離
婚
せ
よ
)

と
あ
り
、
岩
波
思
想
大
系
『
律
令
』
の
「
妻
妾
」
に
対
す
る
解
説
に
は
、

 
 
妻
妾
 
中
国
の
家
族
法
で
は
、
妻
と
妾
は
明
確
に
区
別
さ
れ
て
お
り
、

 
 
 
 
 
「
妾
と
は
、
閨
房
の
伴
侶
と
し
て
婆
ら
れ
、
日
常
生
活
の
上
で
は

 
 
 
 
 
家
族
の
一
員
た
る
地
位
を
認
め
ら
れ
な
が
ら
、
宗
と
い
う
理
念
的

 
 
 
 
 
な
秩
序
の
う
ち
に
は
地
位
を
与
え
ら
れ
て
い
な
い
女
性
を
い
う
。

 
 
 
 
 
妻
が
婚
礼
を
も
っ
て
聰
せ
ら
れ
る
の
に
対
し
て
、
妾
は
売
買
に
通

 
 
 
 
 
ず
る
も
の
と
し
て
観
念
さ
れ
て
い
た
。
た
だ
妾
も
そ
れ
な
り
に
制

 
 
 
 
 
度
的
に
認
め
ら
れ
た
一
種
の
家
族
身
分
で
あ
る
点
で
は
、
秘
密
の

 
 
 
 
 
情
交
関
係
、
即
ち
姦
と
は
区
別
さ
れ
て
い
た
。

と
あ
る
。
前
述
の
『
礼
記
』
に
お
い
て
も
妾
に
お
け
る
宗
家
の
喪
や
師
弟
に
対

す
る
礼
が
述
べ
ら
れ
て
お
り
、
家
と
の
関
係
で
は
地
位
の
低
い
存
在
と
し
て
妾

が
記
載
さ
れ
て
い
る
。
先
に
も
確
認
し
た
よ
う
に
現
在
の
戸
令
は
養
老
令
で
は

あ
る
が
、
大
宝
令
に
も
同
様
の
条
文
が
あ
っ
た
こ
と
は
十
分
に
推
定
さ
れ
、
少

咋
の
行
為
は
戸
令
二
七
に
も
違
反
し
か
ね
な
い
も
の
に
な
ろ
う
。

 
こ
の
こ
と
か
ら
考
え
る
と
、
妾
は
社
会
的
認
知
は
あ
る
も
の
の
、
婆
る
に
あ

た
っ
て
は
本
妻
や
社
会
に
対
す
る
礼
を
と
る
行
動
が
必
要
で
あ
り
、
少
昨
の
場

合
は
、
本
妻
に
対
す
る
礼
を
欠
い
た
態
度
が
問
題
と
な
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。

 
遊
行
女
婦
の
社
会
的
観
念
を
更
に
追
求
し
な
け
れ
ば
不
明
な
点
が
多
い
が
、

賎
民
で
あ
る
か
ど
う
か
は
と
も
か
く
と
し
て
、
妻
妾
の
一
般
的
通
念
か
ら
来
る

妻
へ
の
礼
を
欠
い
た
態
度
が
問
題
視
さ
れ
た
と
思
わ
れ
る
。

三
 
序
文
の
意
味

 
題
詞
冒
頭
の
「
教
喩
」
と
い
う
語
は
『
礼
記
』
な
ど
に
散
見
さ
れ
(
文
王
世

子
第
八
、
学
記
第
十
八
)
、
儒
教
に
お
け
る
徳
の
教
化
に
用
い
ら
れ
る
用
語
で

あ
り
、
家
持
が
少
昨
の
不
徳
教
化
の
意
味
に
用
い
て
い
る
こ
と
は
認
め
ら
れ
る
。

■
喩
」
は
後
の
こ
と
で
は
あ
る
が
、
大
伴
古
慈
悲
が
連
座
し
た
事
件
に
関
わ
っ

て
大
伴
の
氏
族
意
識
を
高
揚
し
た
歌
の
題
詞
に
も
家
持
は
用
い
て
お
り
(
「
喩

族
生
(
里
帰
〇
・
四
四
六
五
～
七
)
」
)
、
同
様
の
意
味
を
見
出
す
こ
と
が
出
来

る
。
本
題
で
は
な
い
の
で
こ
こ
で
は
詳
し
く
は
論
じ
な
い
が
、
「
喩
族
歌
」
に

お
い
て
も
、
一
族
の
中
で
の
家
持
の
立
場
を
考
慮
し
て
、
そ
の
実
効
性
へ
疑
問

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

を
投
げ
か
け
て
い
る
小
野
野
里
の
論
が
実
態
を
見
通
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。

 
序
文
の
内
容
は
言
う
ま
で
も
な
く
儒
教
倫
理
に
基
づ
い
た
夫
婦
間
の
倫
理
を

説
い
て
お
り
、
社
会
秩
序
の
根
源
を
再
認
識
さ
せ
る
所
に
ね
ら
い
が
あ
る
。
そ

れ
は
「
義
夫
、
節
婦
」
も
同
様
で
あ
り
、
家
持
が
ど
の
詔
書
を
引
用
し
て
い
る

の
か
は
不
明
で
あ
る
が
、
曇
日
本
紀
に
は
「
孝
子
、
順
礼
、
義
夫
、
節
婦
は
、

其
の
門
閻
に
表
し
」
と
い
う
文
が
定
型
文
の
よ
う
に
和
銅
元
年
以
来
十
三
箇
所

に
示
さ
れ
て
お
り
、
そ
の
う
ち
こ
の
歌
の
詠
ま
れ
る
天
平
感
宝
元
年
五
月
十
二

日
ま
で
に
九
例
を
数
え
る
。
ま
た
こ
の
歌
の
直
後
の
二
十
七
日
中
記
事
に
も
あ

り
、
戸
令
(
一
七
)
に
も
見
え
る
言
葉
で
あ
る
。

 
儒
教
的
教
化
は
家
持
自
身
も
ま
と
め
て
い
る
よ
う
に
、
社
会
秩
序
(
法
)
の

根
元
と
し
て
と
ら
え
ら
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
こ
の
序
文
に
お
い
て
特
異
に
う

つ
る
の
は
、
法
令
の
条
文
を
そ
の
ま
ま
掲
げ
て
い
る
点
で
あ
る
。
教
喩
と
し
て

の
体
裁
を
示
す
も
の
と
し
て
、
具
体
的
な
令
文
を
出
し
て
い
る
と
理
解
さ
れ
る
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「教喩史生尾張少咋歌」の構想

が
万
葉
集
中
他
に
例
が
な
い
。
金
井
清
一
氏
は
掲
載
の
理
由
を
律
令
の
条
文
を

よ
く
知
ら
な
い
尾
張
少
咋
に
対
し
て
の
も
の
と
説
明
さ
れ
て
い
る
が
、
少
咋
も

律
令
官
人
の
一
人
で
あ
っ
て
み
れ
ば
、
律
令
の
条
文
を
知
ら
な
か
っ
た
は
ず
は

な
い
。
大
宝
律
令
の
施
行
は
、
『
続
日
本
紀
』
大
宝
元
年
八
月
八
日
に
「
明
法

博
士
を
六
道
(
西
海
道
を
除
く
)
に
遣
し
、
新
令
を
講
ぜ
し
む
。
」
と
あ
り
、

諸
国
で
説
明
会
ま
で
開
か
れ
、
広
く
頒
布
さ
れ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
ま
た
官
人

が
法
令
の
条
文
を
認
知
し
て
い
た
こ
と
は
、
越
前
操
と
な
っ
て
赴
任
し
て
い
っ

た
大
伴
落
主
が
こ
の
六
ヶ
月
後
の
閏
十
一
月
十
二
日
に
越
前
か
ら
家
持
に
送
っ

た
書
簡
中
(
巻
一
八
・
四
一
二
〇
序
文
)
に
も
法
律
用
語
が
認
め
ら
れ
、
少
咋

と
は
地
位
が
少
し
異
な
る
が
、
律
令
の
条
文
が
官
人
に
知
ら
れ
て
い
た
例
証
と

な
ろ
う
。

 
令
文
の
掲
載
理
由
は
、
国
司
と
し
て
の
「
教
喩
」
と
い
う
体
裁
に
す
る
意
味

が
あ
っ
た
こ
と
は
当
然
で
あ
る
が
、
令
文
を
構
成
す
る
序
文
自
身
が
綿
密
な
意

図
を
持
っ
た
構
成
に
な
っ
て
い
る
こ
と
に
注
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

 
「
重
出
」
に
つ
い
て
は
、
古
注
雑
書
が
等
し
く
掲
げ
る
よ
う
に
現
存
の
「
養

老
令
」
と
同
文
で
あ
る
。
コ
 
令
二
八
 
七
出
動
」
に
は
、

 
 
お
よ
 
 
 
 
 
 
 
す

 
 
凡
そ
、
妻
棄
て
む
こ
と
は
、
七
出
の
状
有
る
べ
し
。
一
に
は
子
無
き
。
二

 
 
 
 
い
む
し
ち
 
 
 
 
 
き
う
こ
 
つ
か
 
 
 
 
 
 
 

く
ぜ
ち
 
 
 
 
 
と
う
せ
ち

 
 
に
は
淫
蕩
。
三
に
は
舅
姑
に
事
へ
ず
。
四
に
は
口
舌
。
五
に
は
盗
窃
。
六

 
 
 
 
と
 
き
 
 
 
 
 
 
 
 
あ
く
し
ち
 
 
 
 
を
ふ
と
て
ふ
み
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
そ
ん
ぞ
く
 
 
ご
ん
し
ん

 
 
に
は
妬
忌
。
七
に
は
悪
疾
。
皆
夫
手
書
し
て
棄
て
よ
。
尊
属
、
近
親
と

 
 
 
 
 
し
ょ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
し

 
 
同
じ
く
署
せ
よ
。
若
し
書
解
ら
ず
は
、
指
を
画
い
て
記
と
す
る
こ
と
を
為

 
 
よ
。

と
あ
る
。

 
ま
た
三
不
去
に
つ
い
て
は
、
そ
の
続
き
に

 
 
め
か
た
ち
す
 
き
ゆ
う
こ

 
 
妻
、
棄
つ
る
状
有
り
と
錐
も
、
三
の
去
て
ざ
る
こ
と
有
り
。
一
に
は
舅
姑

 
 
 
 
た
す
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ま
 
 
 
 
 
 
 
い
や
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
た
ふ
と

 
 
の
喪
持
く
る
に
経
た
る
。
二
に
は
姿
い
し
時
に
賎
し
く
し
て
後
に
貴
き
。

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ぎ
ぜ
ち
 
 
い
む
し
ち

 
 
三
に
は
受
け
し
所
有
り
て
帰
す
所
無
き
。
即
ち
義
絶
、
淫
洪
。
悪
疾
犯
せ

 
 
 
 
 
 
 
 
か
か
は

 
 
ら
ば
、
此
の
令
に
拘
れ
ず
。

と
あ
る
。
し
か
し
養
老
令
は
こ
の
「
教
喩
尾
張
少
咋
歌
」
の
詠
ま
れ
た
天
平
感

宝
元
年
当
時
は
ま
だ
施
行
さ
れ
て
い
な
い
。
養
老
令
の
施
行
は
、
続
日
本
紀
、

天
平
勝
宝
九
歳
(
八
月
天
平
宝
字
元
年
改
元
)
五
月
二
十
日
に
記
事
に

 
 
丁
夘
、
大
納
言
從
二
位
藤
原
朝
臣
仲
麻
呂
を
以
て
紫
微
内
相
と
爲
す
。
從

 
 
三
位
藤
原
朝
臣
永
手
を
中
納
言
と
爲
す
。
詔
し
て
曰
く
、
「
朕
、
坐
礼
を

 
 
覧
る
に
、
將
・
相
、
道
を
殊
に
し
、
政
に
文
武
有
り
。
臣
も
亦
然
る
べ
し

 
 
と
い
ふ
。
。
是
を
以
て
、
新
令
の
外
に
、
別
に
紫
微
内
相
一
人
を
置
き
て
、

 
 
内
外
の
諸
の
兵
事
を
掌
ら
し
む
。
其
の
官
位
、
緑
賜
、
職
分
、
雑
物
は
、

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
と
し
ご
ろ

 
 
皆
大
臣
に
准
へ
よ
。
」
と
の
た
ま
ふ
。
ま
た
勅
し
て
曰
は
く
、
「
頃
年
、
選

 
 
人
格
に
依
り
て
階
を
結
ぶ
。
人
人
、
位
高
く
し
て
、
任
官
に
便
あ
ら
ず
。

 
 
今
よ
り
以
後
、
新
し
き
令
に
依
る
べ
し
。
去
ぬ
る
養
老
年
中
に
朕
が
外
祖

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
さ
だ
め
い
だ

 
 
故
太
政
大
臣
、
勅
を
轟
け
た
ま
は
り
て
律
令
を
刊
訳
せ
り
。
所
司
に
告

 
 
 
 
す
み
や
か

 
 
げ
て
早
に
施
行
せ
し
む
べ
し
。
」
と
の
た
ま
ふ
。

と
あ
る
新
令
が
こ
れ
に
あ
た
り
、
家
持
の
作
歌
年
代
で
あ
る
天
平
感
宝
元
年
は

ま
だ
大
宝
令
で
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
(
古
く
に
中
田
薫
氏
が
指
摘
し
、
坂

本
太
郎
氏
は
、
藤
原
不
比
等
の
権
勢
欲
の
た
め
に
撰
述
。
念
書
と
と
も
に
遅
延

し
た
と
い
う
こ
と
と
、
養
老
二
年
に
は
完
成
し
て
い
な
か
っ
た
と
そ
の
事
情
を

 
 
 
 
 
 
 
 
 

説
明
し
て
い
る
。

 
一
方
で
大
宝
律
令
の
施
行
は
、
続
日
本
紀
に
、

 
 
明
法
博
士
を
六
道
(
西
海
道
を
除
く
)
に
遣
し
、
新
令
を
講
ぜ
し
む
。

 
 
(
大
宝
元
年
八
月
八
日
)

と
あ
り
、
諸
国
で
説
明
会
ま
で
開
か
れ
、
広
く
頒
布
さ
れ
た
こ
と
が
わ
か
る
。

 
大
宝
令
は
「
六
出
」
で
あ
り
「
悪
疾
」
が
な
か
っ
た
ら
し
い
(
同
解
説
)
。

ま
た
「
戸
婚
律
四
〇
逸
文
(
古
記
)
」
に
は
、

 
 
妻
早
出
及
義
絶
翼
状
無
く
し
て
之
を
出
だ
さ
ば
徒
一
年
。
七
出
犯
す
と
錐
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も
三
不
去
有
り
て
之
を
出
だ
さ
ば
杖
八
十
。
追
ひ
還
り
て
復
さ
し
む
。
も

 
 
し
悪
疾
及
び
姦
を
犯
さ
ば
此
の
律
を
用
い
ず
。

と
あ
り
、
徒
一
年
半
と
異
な
る
。
「
両
二
二
」
は
現
存
の
「
養
老
令
」
に
は
見

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

え
な
い
。
そ
こ
で
滝
川
政
次
郎
氏
は
、
唐
律
で
あ
る
こ
と
を
指
摘
さ
れ
、
以
下

こ
れ
に
従
う
論
が
多
い
。
し
か
し
、
家
持
の
掲
示
し
た
令
文
に
は
「
例
」
と
記

さ
れ
て
お
り
、
改
訂
令
文
で
あ
る
と
解
釈
出
来
る
。

 
坂
本
太
郎
氏
は
、
こ
の
「
例
」
を
律
令
の
不
備
不
便
を
補
正
す
る
た
め
の
も

の
と
す
る
中
田
薫
氏
や
、
施
行
規
則
を
定
め
た
式
の
よ
う
な
も
の
と
考
え
る
虎

尾
俊
哉
氏
の
論
考
を
踏
ま
え
て
、
唐
令
に
近
づ
け
た
養
老
律
令
が
実
施
の
運
び

に
な
ら
な
い
の
で
、
唐
風
化
推
進
の
た
め
に
一
部
実
施
を
企
図
し
て
部
分
改
正

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ユ

を
定
め
た
の
が
「
例
」
で
あ
っ
た
と
さ
れ
る
。

 
井
上
光
貞
氏
は
、
坂
本
太
郎
氏
の
論
を
受
け
て
、
律
令
の
施
行
は
、

 
 
(
！
)
単
行
法
と
し
て
小
出
し
に
施
行
さ
れ
て
い
た
。

 
 
(
2
)
必
要
に
応
じ
て
修
正
(
「
例
」
)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

と
解
説
さ
れ
て
い
る
。
と
す
る
と
、
家
持
の
掲
げ
た
一
連
の
「
例
」
は
、
い
つ

出
さ
れ
た
の
か
は
厳
密
に
は
不
明
で
あ
る
が
、
出
監
と
し
て
通
達
の
あ
っ
た
も

の
と
解
釈
出
来
、
条
文
は
記
録
・
保
持
さ
れ
て
、
官
人
は
そ
の
都
度
目
に
触
れ

て
い
た
で
あ
ろ
う
。
そ
こ
で
家
持
は
確
認
の
意
味
で
当
然
少
咋
も
熟
知
し
て
い

る
は
ず
の
令
部
分
は
省
略
し
て
、
通
達
を
喚
起
す
る
意
味
で
律
部
分
だ
け
を
強

調
し
て
記
載
し
た
と
思
わ
れ
る
。

 
し
か
し
こ
こ
で
注
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
、
序
文
に
お
い
て
「
三
不

去
」
に
「
例
」
字
が
な
い
こ
と
で
あ
る
。
一
三
不
去
」
は
、
養
老
令
や
唐
令
を

見
る
限
り
で
は
、
「
七
福
」
と
と
も
に
あ
る
の
で
、
本
来
は
「
七
出
三
不
去
例
」

と
し
て
あ
っ
た
も
の
を
家
持
が
序
文
記
載
時
に
二
段
落
に
分
け
た
も
の
と
考
え

ら
れ
る
。
現
存
す
べ
て
の
写
本
の
該
当
箇
所
は
「
三
不
去
」
で
改
行
が
加
え
ら

れ
て
い
る
。
家
持
筆
に
よ
る
体
裁
が
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
か
は
現
存
本

か
ら
一
概
に
推
定
す
る
こ
と
は
出
来
な
い
が
、
「
三
不
去
」
の
後
に
［
例
」
字

の
な
い
こ
と
は
確
実
で
あ
り
、
原
本
の
体
裁
が
二
段
落
に
分
け
ら
れ
て
い
た
可

能
性
は
高
い
。
と
す
る
な
ら
ば
、
こ
こ
に
家
持
の
意
図
を
汲
み
取
る
こ
と
が
出

来
る
。
二
段
落
に
分
け
た
家
持
の
行
為
は
、
文
学
的
な
意
図
に
よ
る
家
持
の
記

載
意
志
を
読
み
取
る
こ
と
が
出
来
る
か
ら
で
あ
る
。

 
七
出
は
離
婚
で
き
る
条
件
で
あ
る
。
離
婚
条
件
は
全
盲
の
妻
に
は
該
当
せ
ず

身
勝
手
な
離
婚
は
許
さ
れ
な
い
こ
と
を
説
く
。
次
の
三
不
去
は
離
婚
出
来
な
い

条
件
で
あ
る
。
一
般
に
は
少
昨
の
都
の
妻
に
対
し
て
の
条
件
と
し
て
、
斗
出
の

条
文
の
続
き
で
あ
る
と
と
ら
え
ら
れ
て
い
る
が
、
段
落
に
分
け
た
の
は
越
中
の

左
夫
流
児
に
対
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
示
し
て
は
い
な
い
か
。
後
述
す
る
よ

う
に
左
夫
流
児
は
遊
行
女
婦
で
あ
り
、
家
持
は
社
会
的
地
位
の
低
い
も
の
と
い

う
見
方
を
し
て
い
る
。
と
す
る
と
、
養
老
令
の
参
照
で
は
あ
る
が
三
不
去
の
条

 
 
 
 
 
 
 
 
ま
 
 
 
 
 
 
 
 
 
い
や
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
た
ふ
と

文
の
中
の
「
二
に
は
婆
い
し
時
に
賎
し
く
し
て
後
に
貴
き
。
」
と
い
う
も
の
に

該
当
し
て
来
る
で
あ
ろ
う
。
史
生
と
い
う
地
位
は
官
人
と
し
て
は
低
い
な
が
ら

も
、
多
く
の
下
級
官
僚
に
あ
っ
て
は
あ
る
程
度
の
地
位
で
あ
る
し
、
中
西
進
氏

が
説
か
れ
る
よ
う
に
経
済
的
に
も
副
収
入
の
多
い
役
職
と
し
て
の
通
念
が
あ
っ

た
で
あ
ろ
う
。
少
咋
の
妻
に
な
る
と
い
う
こ
と
は
賎
し
い
遊
行
女
婦
か
ら
地
位

と
収
入
の
安
定
し
た
身
分
に
な
る
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
今
度
は
少
咋
は
左
夫

嬰
児
と
は
離
婚
出
来
な
い
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
都
の
妻
と
は
離
婚
条
件
が
な

く
、
越
中
の
同
棲
者
と
は
ま
た
離
婚
条
件
が
そ
ぐ
わ
な
け
れ
ば
重
婚
と
い
う
こ

と
に
な
る
。
そ
こ
で
家
持
は
両
妻
例
を
持
ち
出
し
て
少
咋
に
と
ど
め
を
刺
す
と

い
う
構
成
に
な
っ
て
い
る
こ
と
が
伺
わ
れ
る
。

 
都
の
本
妻
に
対
す
る
影
干
違
反
、
越
中
の
左
夫
流
児
に
対
す
る
三
不
去
違
反
、

そ
の
結
果
、
重
婚
と
い
う
壁
土
違
反
を
三
段
落
で
構
成
し
て
、
権
威
あ
る
詔
書

の
引
用
で
「
教
喩
」
の
重
み
を
引
き
出
す
と
い
う
構
成
が
こ
の
序
文
で
あ
る
と

見
る
こ
と
が
出
来
る
。
と
す
る
と
こ
こ
に
読
者
へ
の
視
点
が
内
在
し
て
い
る
と
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考
え
ら
れ
、
「
教
喩
」
を
作
品
化
す
る
と
い
う
目
的
で
作
ら
れ
た
性
格
の
あ
る

こ
と
を
考
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

四
 
家
持
歌
の
性
格
と
景
勝
態
度

 
長
歌
は
、
父
母
妻
子
へ
の
慈
愛
の
道
理
と
貧
困
時
代
の
苦
労
を
共
に
し
た
妻

を
省
み
な
い
少
禿
へ
の
批
判
。
越
中
で
浮
気
を
す
る
少
咋
の
態
度
へ
の
家
持
の

呆
れ
嘆
く
様
子
を
述
べ
た
三
段
落
の
構
成
に
な
っ
て
い
る
。

 
長
歌
の
冒
頭
で
あ
る
「
父
母
を
見
れ
ば
貴
く
」
以
下
の
表
現
は
、
す
で
に
指

摘
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
山
上
三
章
の
「
令
反
或
情
歌
(
巻
五
・
八
○
○
)
」
に

見
え
る
聖
句
と
全
く
同
じ
で
あ
り
、
翌
冬
の
言
葉
を
借
り
て
き
た
よ
う
な
も
の

で
あ
る
が
、
そ
の
道
理
の
説
明
が
憶
良
と
は
大
き
く
異
な
る
。
そ
れ
は
「
大
県

 
少
彦
名
の
 
神
代
よ
り
 
言
ひ
継
ぎ
け
ら
く
」
と
い
う
悠
久
性
を
説
き
起
こ

す
句
か
ら
始
め
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
「
神
代
」
と
い
う
時
代
よ
り
言
い
継
ぐ

と
い
う
表
現
は
他
例
が
多
く
あ
る
が
、
二
神
を
掲
げ
て
道
理
の
起
源
を
意
味
す

る
表
現
は
な
い
。
「
大
汝
 
少
彦
名
の
」
の
二
神
は
国
土
創
造
神
と
い
う
性
格

の
も
の
で
あ
り
、
歌
詠
対
象
と
す
る
自
然
物
を
作
り
出
し
た
神
と
し
て
一
般
に

描
か
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

 
 
大
池
少
彦
名
の
い
ま
し
け
む
志
都
の
石
屋
は
幾
代
経
に
け
む
(
重
三
・
三

 
 
五
五
)

 
 
大
汝
 
鑑
賞
名
の
 
神
こ
そ
ば
 
名
付
け
そ
め
け
め
 
名
の
み
を
 
名
児

 
 
山
と
負
ひ
て
(
後
略
)
 
 
(
巻
六
・
九
六
三
)

 
 
大
愚
少
御
神
の
作
ら
し
し
妹
背
の
山
を
見
ら
く
し
ょ
し
も
(
巻
七
・
一
二

 
 
四
七
)

 
大
犯
少
署
名
は
、
記
紀
風
土
記
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
国
造
り
の
神
と
し
て
の

性
格
を
持
ち
、
従
っ
て
こ
れ
ら
の
例
の
よ
う
に
自
然
物
造
営
の
神
と
し
て
描
か

れ
る
と
い
う
の
が
一
般
的
で
あ
る
。
そ
う
し
た
神
々
の
名
前
を
掲
げ
て
、
そ
の

時
代
と
す
る
こ
と
は
家
持
の
創
作
で
あ
り
、
憶
良
が
同
じ
内
容
を
「
こ
と
わ
り
」

と
言
っ
て
普
遍
的
な
観
念
で
形
容
し
た
こ
と
よ
り
も
社
会
的
に
具
体
化
さ
せ
る

印
象
を
与
え
て
い
る
。
そ
し
て
「
父
母
を
見
れ
ば
貴
く
」
以
下
の
表
現
は
、
こ

の
道
理
の
提
示
に
よ
っ
て
読
み
手
に
不
遇
時
代
に
語
ら
っ
た
本
妻
と
の
関
係
に

理
が
あ
り
、
越
中
で
の
行
為
を
背
徳
と
し
て
思
わ
せ
る
効
果
を
持
っ
て
い
る
。

そ
れ
は
以
下
に
続
く
左
夫
流
量
と
の
行
動
の
具
体
的
描
写
に
よ
り
い
っ
そ
う
引

き
立
た
せ
る
効
果
を
も
た
ら
せ
て
い
る
。

 
「
南
風
吹
き
雪
消
詣
り
て
」
と
い
う
の
は
「
左
導
流
」
を
引
き
出
す
序
に
な
っ

て
い
る
と
同
時
に
、
都
で
夫
の
喚
使
を
ひ
た
す
ら
待
つ
妻
が
下
向
す
る
季
節
に

な
っ
て
き
た
こ
と
を
暗
示
す
る
も
の
で
あ
る
。
ま
た
都
の
本
妻
の
ひ
た
む
き
な

行
動
と
少
咋
の
越
中
で
の
行
為
を
対
比
さ
せ
る
こ
と
に
よ
り
、
少
咋
の
行
動
へ

の
批
判
性
を
さ
ら
に
強
め
て
い
る
描
き
方
に
な
っ
て
い
る
。

 
「
い
つ
が
り
合
ひ
て
」
と
い
う
語
は
、
万
葉
集
中
他
に
一
例
あ
る
。

 
 
豊
国
の
香
春
は
我
家
紐
児
に
い
つ
が
り
居
れ
ば
香
春
は
我
家
(
巻
九
・
一

 
 
七
六
七
)

 
紐
児
と
あ
る
の
で
、
家
持
の
使
用
例
と
同
じ
く
紐
で
つ
な
が
る
と
か
結
ば
れ

る
と
い
う
語
感
が
あ
る
の
で
あ
ろ
う
。
こ
の
歌
の
題
詞
に
は
「
抜
写
大
首
任
筑

紫
時
言
豊
前
國
娘
子
紐
見
作
歌
」
と
あ
り
、
他
に
二
首
続
い
て
い
る
。
地
方
の

娘
と
結
婚
し
た
時
の
歌
で
あ
る
と
見
る
こ
と
が
出
来
る
が
、
或
い
は
遊
行
女
婦

を
得
た
時
の
歌
と
も
受
け
取
る
こ
と
が
出
来
る
。
こ
の
歌
に
見
え
る
「
い
つ
が

る
」
は
紐
の
よ
う
に
固
く
つ
な
が
っ
て
い
る
こ
と
を
強
調
し
た
も
の
で
あ
り
、

同
じ
言
葉
を
少
昨
に
適
用
す
る
と
、
都
の
妻
が
あ
り
な
が
ら
越
中
で
別
の
女
と

つ
な
が
っ
て
い
る
こ
と
が
強
く
受
け
取
れ
る
表
現
に
な
る
。
ま
た
「
に
ほ
鳥
の

 
ふ
た
り
並
び
居
」
は
通
常
仲
の
よ
い
男
女
に
使
わ
れ
る
語
句
で
あ
る
が
、
前

提
と
し
て
い
る
道
理
の
文
脈
で
読
む
と
皮
肉
に
な
る
。
ま
た
「
奥
」
と
い
う
語
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誠吉 村

は
「
思
い
を
深
め
る
」
と
一
般
に
解
釈
さ
れ
て
い
る
が
、
「
将
来
を
深
く
思
っ

て
」
と
い
う
意
味
も
含
ま
れ
て
い
る
。

 
 
海
の
底
奥
を
深
め
て
我
が
思
へ
る
君
に
は
逢
は
む
年
は
経
ぬ
と
も
(
巻
四

 
 
・
六
七
六
)

 
 
近
江
の
海
沖
つ
島
山
奥
ま
へ
て
我
が
思
ふ
妹
が
言
の
繁
け
く
(
巻
一
一
・

 
 
二
七
二
八
)

 
 
海
の
底
奥
を
深
め
て
生
ふ
る
藻
の
も
と
も
今
こ
そ
恋
は
す
べ
な
き
(
同
・

 
 
二
七
八
こ

 
「
奥
」
が
使
わ
れ
て
い
る
例
で
あ
る
が
、
い
ず
れ
も
「
将
来
」
の
意
味
で
用

い
ら
れ
て
い
て
、
仮
の
浮
気
で
は
な
い
本
気
の
恋
愛
で
あ
る
こ
と
を
強
調
し
て

い
る
内
容
と
な
っ
て
い
る
。
と
す
る
と
、
こ
こ
で
も
少
咋
に
と
っ
て
は
真
剣
な

恋
愛
で
あ
る
こ
と
を
示
そ
う
と
し
た
家
持
の
意
図
が
認
め
ら
れ
、
そ
れ
が
逆
に

都
の
妻
へ
の
き
わ
め
て
無
責
任
な
論
議
の
態
度
が
強
調
さ
れ
る
印
象
を
持
つ
。

そ
し
て
家
持
の
二
言
へ
の
批
判
的
態
度
が
顕
著
に
示
さ
れ
る
語
と
し
て
あ
る
の

が
最
後
の
「
さ
ど
は
せ
る
」
と
い
う
語
で
あ
ろ
う
。
こ
の
言
葉
は
万
葉
集
中
に

も
次
の
反
歌
に
あ
る
二
例
の
み
で
あ
り
、
家
持
し
か
用
い
て
い
な
い
。
し
か
も

反
歌
は
「
見
る
目
恥
ず
か
し
」
の
後
に
続
い
た
も
の
で
あ
る
。
こ
こ
に
は
少
咋

の
行
動
へ
の
非
難
的
態
度
ば
か
り
で
な
く
外
聞
の
悪
さ
と
い
っ
た
社
会
性
を
基

準
と
し
た
非
難
も
含
ま
れ
て
お
り
、
そ
れ
が
「
す
べ
も
す
べ
な
さ
」
と
結
ぶ
こ

と
に
よ
っ
て
突
き
放
し
た
唐
笛
…
へ
と
つ
な
が
っ
て
い
る
。

 
ま
た
反
歌
の
二
首
目
の
「
宮
出
後
姿
」
も
、
初
二
句
と
連
動
し
て
少
昨
の
姿

を
滑
稽
化
し
て
言
っ
た
も
の
で
あ
る
。
わ
か
り
に
く
い
言
い
方
で
あ
る
が
、
諸

注
の
解
釈
の
よ
う
に
「
呼
出
」
は
国
府
へ
出
勤
す
る
こ
と
。
「
後
振
」
は
尻
を

振
り
な
が
ら
行
く
こ
と
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
を
「
里
人
に
笑
わ
れ
て
い
る
」
の
が

恥
ず
か
し
い
と
家
持
は
言
う
。
お
そ
ら
く
左
強
盛
児
と
一
夜
を
過
ご
し
た
高
野

が
威
儀
を
正
し
て
出
勤
す
る
様
子
を
見
た
里
人
の
嘲
笑
(
事
実
か
ど
う
か
は
と

も
か
く
と
し
て
)
を
家
持
は
皮
肉
を
込
め
て
言
っ
た
も
の
で
あ
る
。

 
そ
し
て
二
日
後
の
歌
が
続
い
て
い
る
。

 
 
 
 
先
妻
不
待
夫
君
之
喚
使
自
書
時
作
歌
一
首

 
 
左
夫
流
子
が
斎
き
し
殿
に
鈴
懸
け
ぬ
駅
馬
下
れ
り
里
も
と
ど
ろ
に
 
 
(
同

 
 
・
四
二
〇
)

 
 
 
同
月
十
七
日
大
伴
宿
祢
家
持
作
之

 
論
を
待
つ
ま
で
も
な
く
騒
動
に
な
っ
た
様
子
を
描
い
て
い
る
も
の
で
あ
る
。

「
斎
き
し
殿
」
と
い
う
少
咋
の
行
為
を
や
や
大
げ
さ
に
言
っ
て
い
る
表
現
効
果

と
だ
し
ぬ
け
に
や
っ
て
来
た
こ
と
を
印
象
付
け
る
「
鈴
懸
け
ぬ
駅
馬
」
と
の
対

比
の
結
果
、
「
里
も
と
ど
ろ
に
」
な
っ
た
と
い
う
こ
と
に
少
咋
個
人
だ
け
で
は

な
く
、
周
囲
も
巻
き
込
ん
だ
騒
動
を
想
像
さ
せ
、
そ
れ
が
反
歌
二
首
目
と
連
動

す
る
こ
と
に
よ
っ
て
少
咋
の
愚
行
の
甚
だ
し
さ
を
助
長
し
て
い
る
と
読
み
取
る

こ
と
の
出
来
る
も
の
で
る
。
加
え
て
題
詞
に
「
先
妻
」
と
表
記
さ
れ
て
い
る
の

は
、
「
左
夫
玉
筆
」
を
今
の
妻
と
言
っ
て
大
騒
ぎ
に
な
る
こ
と
を
予
想
さ
せ
る

演
出
が
込
め
ら
れ
て
い
る
と
見
ら
れ
る
こ
と
に
も
注
意
す
る
必
要
が
あ
る
。

 
ま
た
最
初
の
長
歌
が
十
五
日
の
製
作
に
な
り
、
こ
の
歌
が
二
日
後
と
い
う
こ

と
で
「
出
来
す
ぎ
て
い
る
」
と
い
う
見
方
か
ら
「
ウ
ソ
」
と
か
「
説
話
化
」
と

い
う
論
が
出
て
い
る
が
、
「
二
日
」
の
問
題
は
伝
馬
の
発
遣
と
す
る
金
井
清
一

氏
の
再
論
で
ほ
ぼ
納
得
出
来
る
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。

 
こ
こ
で
長
歌
も
含
め
て
、
少
咋
の
行
動
が
常
に
先
妻
に
対
す
る
家
持
の
同
情

を
伴
い
な
が
ら
儒
教
的
な
不
道
徳
性
で
描
か
れ
て
い
る
こ
と
に
注
意
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。

 
儒
教
精
神
が
基
盤
と
な
っ
て
い
る
と
い
う
見
方
は
、
佐
野
あ
っ
子
氏
に
指
摘

 
 
 
 
お
 

が
あ
る
。
佐
野
氏
は
「
文
芸
作
品
」
で
あ
る
と
い
う
見
方
を
前
提
と
し
て
、
単

向
の
『
列
女
伝
』
と
の
関
係
を
説
き
な
が
ら
、
「
礼
の
基
本
で
あ
る
男
女
の
秩

序
を
教
育
す
る
教
訓
」
で
あ
る
と
す
る
。
し
か
し
問
題
な
の
は
、
氏
も
指
摘
さ
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れ
て
い
る
よ
う
に
こ
の
家
持
「
教
喩
」
歌
が
文
学
作
品
で
あ
る
と
い
う
視
点
と

儒
教
の
倫
理
性
で
「
教
喩
」
す
る
対
象
が
少
咋
と
「
妻
」
と
の
関
係
で
あ
る
こ

と
で
あ
る
。
こ
こ
に
は
単
に
家
持
の
基
準
と
す
る
道
徳
性
だ
け
で
は
な
い
「
文

学
作
品
」
を
成
立
さ
せ
る
別
の
要
素
を
考
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
こ
に
は

『
詩
経
』
や
『
玉
台
新
詠
』
な
ど
に
見
ら
れ
る
「
棄
婦
怨
」
と
い
う
中
国
文
学

の
主
題
を
見
出
す
こ
と
が
出
来
る
か
ら
で
あ
る
。

 
山
ロ
博
氏
は
、
左
夫
流
児
の
描
き
方
に
詩
経
『
關
唯
』
の
影
響
と
「
棄
婦
怨
」

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ち

の
主
題
性
の
あ
る
こ
と
を
早
く
に
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
『
關
唯
』
と
の

関
係
は
、
左
夫
流
児
と
の
関
係
に
表
れ
て
お
り
、
儒
家
的
解
釈
を
家
持
も
持
っ

て
い
た
と
す
る
な
ら
ば
、
佐
野
あ
っ
子
氏
の
指
摘
が
あ
る
よ
う
に
『
關
唯
』
の

描
く
男
女
関
係
の
理
想
は
文
脈
上
逆
説
的
な
位
置
に
な
っ
て
し
ま
い
、
表
現
上

の
類
同
性
で
は
な
く
、
意
味
的
な
皮
肉
と
戯
虐
性
を
も
た
ら
す
こ
と
が
目
的
と

し
て
背
後
に
存
在
す
る
と
見
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
う
い
っ
た
意
味
で
『
關

堆
』
の
思
想
が
背
景
に
あ
る
と
い
う
よ
り
も
山
口
氏
の
も
う
一
つ
の
指
摘
で
あ

る
棄
婦
の
主
題
化
が
重
要
な
問
題
で
あ
ろ
う
。
「
心
さ
び
し
く
」
の
語
句
に
は
、

詩
経
に
端
を
発
す
る
棄
婦
怨
の
詩
の
流
れ
を
見
る
こ
と
が
出
来
る
か
ら
で
あ
る
。

 
 
 
 
 
や
し
な
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
か
へ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
あ
だ

 
 
我
を
 
悟
ふ
能
は
ず
。
反
っ
て
我
を
以
て
雛
と
為
す
。

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
こ
 
 
 
 
 
も
 
 
 
 
 
 
 
 
い
つ

 
 
既
に
我
が
徳
を
阻
し
、
買
の
用
っ
て
魯
ら
れ
ざ
る
が
ご
と
し
。

 
 
 
い
く
き
ょ
う
い
く
き
く
 
 
 
 
な
ん
じ
 
 
て
ん
ぷ
く

 
 
昔
育
恐
育
鞠
し
、
爾
と
顛
覆
せ
ん
と
す
。

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
わ
れ

 
 
既
に
生
じ
既
に
育
し
て
、
予
を
毒
に
比
す
。

 
 
 
 
し
ち
く
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ふ
せ

 
 
我
に
旨
蓄
有
り
。
亦
以
て
冬
を
御
ぐ
。

 
 
 
 
 
 
 
た
の
し
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ふ
せ

 
 
爾
の
新
昏
を
宴
ん
で
、
我
を
以
て
窮
を
御
ぐ
。

 
 
 
 
 
こ
く
ふ
う

 
詩
経
の
「
谷
風
」
の
一
節
で
あ
る
。
豊
か
に
な
っ
た
今
、
貧
困
時
代
に
苦
楽

を
共
に
し
た
夫
が
新
妻
を
迎
え
て
自
分
を
省
み
な
い
こ
と
へ
の
怨
み
を
述
べ
た

も
の
で
あ
る
。
毛
詩
序
に
は
、

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
そ
し

 
 
谷
風
は
、
夫
婦
の
道
を
失
ふ
を
参
る
な
り
。
衛
人
其
の
上
に
化
し
、
新
奇

 
 
に
淫
し
て
、
其
の
善
室
を
分
つ
。
夫
婦
離
絶
し
、
里
俗
野
芝
す
。

と
あ
る
。
こ
こ
で
注
目
す
べ
き
点
は
、
毛
詩
序
に
あ
る
「
夫
婦
離
絶
し
、
國
俗

全
敗
す
。
」
と
い
う
解
釈
で
あ
る
。
家
持
も
こ
の
毛
詩
序
に
従
っ
た
解
釈
で
こ

の
部
分
を
見
て
い
た
と
す
る
と
、
都
の
本
妻
へ
の
同
情
と
い
う
だ
け
で
な
く
、

国
俗
(
社
会
秩
序
)
が
乱
れ
る
と
い
う
目
で
見
て
い
た
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ぼ
う

 
こ
の
谷
風
と
同
様
に
棄
婦
怨
の
主
題
で
並
び
称
さ
れ
る
も
の
に
「
暴
風
・
眠
」

が
あ
る
。

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
な

 
 
三
歳
婦
と
為
り
、
室
を
勢
と
す
る
靡
し
。

 
 
夙
に
興
き
夜
に
麻
ね
、
朝
有
る
こ
と
書
し
。

 
 
こ
こ

 
 
言
に
既
に
遂
げ
た
り
。
暴
に
至
る
。

 
 
 
 
 
 
 
 
き

 
 
兄
弟
知
ら
ず
。
蛭
と
し
て
其
れ
笑
ふ
。

 
 
静
か
に
言
に
之
を
思
ひ
、
躬
自
ら
悼
む
。

 
 
爾
と
楷
に
老
い
ん
と
し
て
、
老
い
て
我
を
し
て
怨
ま
し
む
。

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
は
ん

 
 
漠
に
は
則
ち
岸
あ
り
。
曝
に
は
則
ち
津
有
り
。

 
 
総
角
の
宴
、
言
笑
、
窒
息
た
り
。

 
 
信
誓
旦
旦
た
り
。
其
の
反
せ
ん
こ
と
を
思
は
ざ
り
き
。

 
 
反
せ
ん
こ
と
を
思
は
ざ
り
き
。
亦
已
ん
ぬ
る
哉
。

 
結
婚
し
て
三
年
。
家
庭
に
尽
く
し
て
来
た
の
に
夫
は
暴
力
を
ふ
る
い
、
周
り

の
者
は
た
だ
見
て
い
る
だ
け
。
夫
と
共
に
老
い
る
ま
で
と
思
っ
て
い
た
の
に
若

い
時
に
は
思
い
も
し
な
か
っ
た
離
婚
の
危
機
と
い
う
意
味
に
な
る
。
毛
詩
序
は
、

 
 
ぼ
う

 
 
眠
は
、
時
と
刺
る
な
り
。
宣
公
の
時
、
禮
義
消
亡
し
、
淫
風
大
い
に
行
は

 
 
る
。
男
女
別
無
く
、
遂
に
相
奔
聞
す
。
華
落
ち
色
衰
る
れ
ば
、
復
た
相
棄

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
き
ぐ
う

 
 
饗
す
。
或
は
乃
ち
困
り
て
自
ら
其
の
聖
霊
を
喪
ふ
を
悔
ゆ
。
故
に
其
の
事

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
い
ん
い
つ

 
 
を
序
し
て
以
て
風
す
。
正
に
反
る
を
美
し
、
淫
洪
を
刺
る
な
り
。

、
と
あ
り
、
反
歌
の
三
首
目
と
対
応
し
た
形
に
な
っ
て
い
る
。
詩
経
に
は
こ
の
他
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誠吉 村

婦
徳
や
夫
婦
の
徳
を
主
題
と
し
た
詩
が
多
く
あ
り
、
い
ず
れ
も
夫
人
の
立
場
で

の
嘆
き
や
怨
み
を
主
題
と
し
た
も
の
で
あ
る
が
、
毛
詩
な
ど
の
儒
家
的
解
釈
に

よ
り
「
夫
婦
の
徳
」
と
い
う
観
点
か
ら
説
か
れ
て
い
る
。

 
棄
婦
を
主
題
と
し
た
も
の
で
は
他
に
曹
植
の
「
棄
婦
篇
」
(
『
玉
台
新
詠
』
)

も
中
国
文
学
の
中
に
見
出
す
こ
と
が
出
来
る
が
、
こ
れ
は
子
が
な
い
た
め
に
離

縁
さ
れ
る
婦
人
の
歎
き
を
歌
っ
た
も
の
で
あ
り
、
夫
の
浮
気
や
愛
情
の
変
化
に

よ
る
怨
み
が
主
題
で
は
な
い
の
で
、
家
持
歌
と
は
直
接
の
関
係
は
持
た
な
い
で

あ
ろ
う
。

 
し
か
し
上
の
例
の
よ
う
に
詩
経
に
お
け
る
棄
婦
の
描
か
れ
方
は
、
貧
困
の
時

代
の
夫
人
の
努
力
と
、
そ
の
努
力
が
夫
の
心
変
わ
り
や
浮
気
に
よ
っ
て
報
わ
れ

な
い
怨
み
を
訴
え
る
と
い
う
形
に
な
っ
て
い
る
。
家
持
の
歌
は
、
特
に
長
歌
の

二
段
落
目
の
よ
う
に
貧
困
時
代
を
耐
え
な
が
ら
も
少
咋
の
浮
気
に
よ
っ
て
報
わ

れ
る
こ
と
な
い
本
妻
へ
の
同
情
的
視
点
が
中
心
的
に
描
か
れ
て
お
り
、
こ
こ
に

家
持
が
棄
婦
怨
の
主
題
を
念
頭
に
置
い
て
歌
を
構
成
し
た
こ
と
が
伺
わ
れ
る
。

 
こ
の
よ
う
に
見
て
く
る
と
少
咋
騒
動
の
実
態
は
と
も
か
く
と
し
て
、
こ
の
歌

は
詩
経
に
端
を
発
す
る
棄
婦
怨
の
主
題
を
基
本
と
し
て
毛
詩
的
解
釈
に
よ
る
儒

教
倫
理
で
「
教
喩
」
と
い
う
内
容
に
仕
立
て
上
げ
ら
れ
た
文
学
作
品
と
し
て
の

位
置
を
持
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

 
従
っ
て
、
作
歌
目
的
は
「
教
喩
」
と
い
う
実
態
を
備
え
て
お
ら
ず
、
ま
た
家

持
の
国
司
と
し
て
の
儒
教
倫
理
に
基
づ
い
た
「
教
喩
」
と
い
う
わ
け
で
も
な
い

こ
と
を
見
抜
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
家
持
の
興
味
の
中
心
は
棄
婦

怨
と
い
う
文
学
的
主
題
に
あ
り
、
第
三
者
的
立
場
か
ら
棄
て
ら
れ
た
妻
へ
の
同

情
と
棄
て
た
夫
へ
の
批
判
を
儒
教
的
色
彩
の
中
で
描
い
た
も
の
で
あ
る
と
考
え

ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。

五
 
ま
と
め

 
こ
の
歌
は
素
材
の
実
態
と
そ
れ
を
主
題
と
し
た
文
学
作
品
の
形
成
と
い
う
視

点
で
と
ら
え
る
と
様
々
な
示
唆
を
投
げ
か
け
て
い
る
歌
で
あ
る
。
実
態
と
し
て

存
在
し
た
で
あ
ろ
う
少
咋
の
浮
気
事
件
に
対
し
て
、
家
持
が
中
国
文
学
に
あ
る

棄
婦
怨
の
主
題
を
持
ち
込
ん
で
歌
作
品
へ
と
展
開
し
た
こ
と
を
基
本
と
し
て
様
々

な
要
素
を
分
析
出
来
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
し
て
棄
婦
怨
の
背
後
に
あ
る
儒
教
的

解
釈
を
実
態
と
し
て
の
浮
気
に
適
用
し
、
社
会
的
な
道
徳
と
律
令
と
い
う
法
に

て
ら
し
て
「
教
喩
」
す
る
と
い
う
体
裁
に
仕
立
て
上
げ
た
と
い
う
の
が
こ
の
歌

の
形
成
過
程
で
は
な
い
か
。
従
っ
て
序
文
に
お
い
て
も
文
学
作
品
と
し
て
の
体

裁
に
な
っ
て
い
る
こ
と
が
確
認
出
来
た
の
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
そ
こ
に
は
家
持

が
国
司
で
あ
り
、
下
僚
少
咋
に
対
す
る
人
的
管
理
へ
の
意
識
も
働
い
て
い
る
。

 
し
か
し
そ
れ
ら
国
司
と
し
て
の
役
割
や
、
儒
教
道
徳
に
よ
る
「
教
喩
」
と
い

う
要
素
は
湧
出
し
た
付
随
的
要
素
に
過
ぎ
ず
、
そ
れ
自
身
を
作
歌
目
的
と
し
て

見
る
の
で
は
な
く
、
歌
作
品
と
し
て
生
成
さ
れ
た
家
持
の
文
学
活
動
の
結
果
で

あ
る
と
い
う
見
方
が
必
要
で
あ
ろ
う
。

補
注注

1
注
2

注
3

鈴
木
武
晴
「
史
生
尾
張
少
咋
を
教
へ
毒
す
歌
-
歌
詠
の
形
成
と
そ
の
意

義
」
『
都
留
文
科
大
学
研
究
紀
要
』
4
5
巻
9
6
年
1
0
月

川
口
常
孝
「
北
陸
の
自
然
と
人
生
」
『
大
伴
家
持
』
7
6
年
1
1
月
 
桜
幣

社
。金

井
清
一
「
教
喩
史
生
尾
張
少
咋
歌
の
説
話
志
向
性
」
『
論
集
上
代
文

学
 
第
八
冊
7
7
年
1
1
月
笠
間
書
院
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「教喩史生尾張少咋歌」の構想

注注注注注注注注11 109 8 7 6 5 4
注注
13 12

注
1
4

針
原
孝
之
「
二
つ
の
喩
す
歌
」
『
家
持
歌
の
形
成
と
創
造
』
0
4
年
6
月

6
お
う
ふ
う
(
原
発
表
9
3
年
1
1
月
)

金
井
清
一
「
史
生
尾
張
少
咋
を
教
へ
喩
す
歌
」
『
万
葉
の
歌
人
と
作
品

第
八
巻
 
大
伴
家
持
(
一
)
』
0
2
年
5
月
和
泉
書
院

佐
藤
隆
「
大
伴
家
持
の
教
喩
歌
i
『
尾
張
少
咋
の
教
へ
喩
す
歌
』
歌
群

を
中
心
に
一
」
『
大
伴
家
持
作
品
研
究
』
0
0
年
5
月
 
お
う
ふ
う

拙
論
「
相
聞
歌
の
行
方
」
『
大
伴
家
持
と
奈
良
朝
和
歌
』
0
1
年
9
月

お
う
ふ
う

小
野
寛
「
『
喩
族
歌
』
と
家
持
」
『
大
伴
家
持
研
究
』
8
0
年
3
月
笠
間

書
院
。

岩
波
日
本
思
想
体
系
「
律
令
」
解
説
 
7
6
年
1
2
月

滝
川
政
次
郎
「
万
葉
集
に
見
え
る
戸
婚
律
逸
文
」
『
万
葉
律
令
考
』
7
4

年
9
月
東
京
堂
出
版

坂
本
太
郎
「
大
宝
令
養
老
令
異
同
二
題
」
『
坂
本
太
郎
著
作
集
 
第
七

巻
 
律
令
制
度
』
8
8
年
3
月
 
吉
川
弘
文
館
(
初
出
『
国
史
学
』
6
8
年

3
月
 
7
1
年
1
0
月
補
訂
)

井
上
光
貞
 
先
掲
 
岩
波
日
本
思
想
体
系
「
律
令
」
解
説

佐
野
あ
っ
子
「
家
持
と
義
夫
の
道
-
史
生
尾
張
少
咋
に
教
え
喩
す
歌
の

意
義
1
」
『
大
伴
家
持
研
究
第
四
号
 
國
學
院
大
學
大
学
院
大
伴
家
持

研
究
会
』
0
4
年
3
月

山
口
博
「
越
の
平
康
里
」
『
王
朝
歌
壇
の
研
究
』
9
3
年
3
月
 
桜
楓
社
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